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東
洋
医
学
に
つ
い
て
（
最
終
回
）

小
池
上

惇

九

治
療
法

（
一
）

随
証
療
法

東
洋
医
学
に
お
け
る
診
断
の
結
論
を
証
と
い
い
こ
の

証
に
基
づ
い
て
治
療
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら

東
洋
医
学
は
「
随

証
療
法
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。

ず
い
し
ょ
う

（
二
）

標
治
法
と
本
治
法

東
洋
医
学
の
治
療
の
う
ち
、
現
れ
た
症
状
に
対
し
て

行
わ
れ
る
治
療
を
標
治
法
、
全
身
調
整
療
法
を
本
治
法

と
い
い
ま
す
。
根
本
的
に
、
全
身
の
ゆ
が
み
を
調
整
す

る
本
治
法
が
理
想
的
な
治
療
法
で
す
が
、
急
性
症
の
場

合
は
、
先
ず
そ
の
症
状
を
と
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
、

普
通
は
本
治
法
と
標
治
法
を
併
用
す
る
こ
と
が
多
い
よ
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う
で
す
。
こ
れ
を
標
本
同
治
と
い
い
ま
す
。

（
三
）

補
瀉

補
瀉
と
は
東
洋
医
学
の
治
療
の
根
本
で
、
補
と
は
足

ほ

し

ゃ

り
な
い
も
の
を
補
う
こ
と
で
、
虚
証
に
用
い
ら
れ
ま

す
。
瀉
と
は
余
分
な
も
の
、
害
に
な
る
も
の
を
取
り
去

し
ゃ

る
こ
と
で
、
実
証
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
東
洋
医
学
の
治

療
法
の
う
ち
鍼
は
瀉
法
、
灸
は
補
法
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
補
瀉
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
鍼
で
は
細
い
鍼
や
金
鍼
は
補
法
で
す
が
太
い
鍼
や

銀
鍼
は
瀉
法
で
す
。
灸
で
は
小
さ
な
艾
し
ゅ
は
補
法
、

大
き
な
艾
し
ゅ
は
瀉
法
と
な
り
ま
す
。

が
い

ま
た
、
按
摩
で
は
摩
が
補
法
、
按
が

あ

ん

ま

瀉
法
と
な
り
ま
す
。

（
四
）

治
療
原
則

ア

虚
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
母
を
補
う
。

肺
経
が
虚
し
て
い
る
場
合
は
、
肺
経
（
金
）
の
母
で

あ
る
脾
経
（
土
）
に
対
し
て
補
法
（
按
摩
で
は
な
で
る

こ
と
）
を
行
い
ま
す
。
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エ

湯
液

東
洋
医
学
に
お
け
る
化
学
療
法
で
主

に
煎
じ
薬
を
用
い
ま
し
た
。
材
料
は
草

根
木
皮
で
剤
形
と
し
て
は
煎
じ
薬
の
ほ

か
、
散
（
粉
）
薬
、
丸
薬
、
膏
薬
も
あ

り
ま
す
。

最
近
、
西
洋
医
学
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
が
分
か

り
、
東
洋
医
学
の
効
果
も
見
直
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

東
洋
医
学
の
特
徴
で
あ
る
全
身
調
整
法
や
未
病
治
、
本

治
法
な
ど
の
優
れ
た
点
が
取
り
入
れ
ら
れ
西
洋
医
学
と

東
洋
医
学
が
共
存
し
、
日
本
の
医
学
が
更
に
発
展
す
る

こ
と
を
期
待
し
つ
つ
、
こ
の
連
載
を
終
わ
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

長
い
間
読
ん
で
下
さ
っ
た
読
者
の
皆
様
に
感
謝
い
た

し
ま
す
。

 

イ

実
し
て
い
る
と
き
は
そ
の
子
を
瀉
す
。

肝
経
が
実
し
て
い
る
場
合
、
肝
経
（
木
）
の
子
で
あ

る
心
経
（
火
）
に
対
し
て
瀉
法
（
按
摩
で
は
も
む
こ

と
）
を
行
い
ま
す
。

（
五
）

治
療
法
の
種
類

ア

按
摩

中
国
か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
治
療
法
で
古
法
按

摩
の
手
技
に
は
調
摩
の
術
（
軽
擦
法
）
、
解
釈
の
術

（
揉
捏
法
）
、
利
関
の
術
（
運
動
法
）
が
あ
り
ま
す
。

イ

導
引

導
引
按
矯
と
し
て
古
く
か
ら
中
国
で
行
わ
れ
て
い
た

保
健
お
よ
び
健
康
療
法
で
す
。
導
引
は
運
動
法
と
呼
吸

法
を
指
し
、
按
矯
は
按
摩
や
気
功
療
法
の
基
に
な
っ
た

も
の
で
す
。

ウ

鍼

灸

し
ん
き
ゅ
う

東
洋
医
学
に
お
け
る
物
理
療
法
の
主
体
と
な
る
も
の

で
、
灸
は
北
方
か
ら
、
鍼
は
南
方
か
ら
起
こ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
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純
粋
失
読

話
を
聞
い
た
り
、
喋
っ
た

り
、
そ
し
て
文
字
を
書
い
た

り
す
る
の
に
は
何
の
障
害
も

な
い
の
に
文
字
を
読
む
こ
と

が
出
来
な
い
、
そ
ん
な
障
害

が
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
目
に

す
る
文
字
全
て
が
ア
ラ
ビ
ア

文
字
の
世
界
に
突
然
飛
び
込

ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の

だ
と
い
う
。
文
字
を
書
く
こ

と
は
出
来
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
自
分
で
今
書
い
た
文
字

が
読
め
な
い
、
そ
ん
な
「
書

け
る
の
に
読
め
な
い
」
障
害

を
取
り
あ
げ
た
『
純
粋
失
読
』
（
土
本
亜
理
子
著

三

輪
書
店

二
〇
〇
二
）
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
た
。
こ

の
純
粋
失
読
と
い
う
の
は
脳
梗
塞
や
交
通
事
故
な
ど
に

よ
る
脳
の
損
傷
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
高
次
脳
機

能
障
害
の
一
つ
で
失
語
症
の
中
の
一
つ
と
さ
れ
る
。

高
次
脳
機
能
障
害
と
は
、
話
す
、
聞
く
、
読
む
、
書

点字から識字までの距離（３６）
山内 薫

（墨田区立緑図書館））

く
な
ど
に
障
害
が
現
れ
る
「
失
語
症
」
、
一
つ
の
こ
と

に
注
意
を
集
中
し
た
り
、
多
数
の
中
か
ら
必
要
な
こ
と

を
選
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
「
注
意
障

害
」
、
古
い
記
憶
は
保
た
れ
て
い
る
の
に
新
し
い
こ
と

を
覚
え
る
の
が
困
難
に
な
る
「
記
憶
障
害
」
、
ち
ょ
っ

と
し
た
困
難
で
も
著
し
い
不
安
を
示
し
た
り
、
興
奮
し

て
衝
動
的
に
な
っ
た
り
す
る
「
行
動
と
情
緒
の
障

害
」
、
空
間
の
片
側
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
「
半
側
空

間
無
視
」
、

生
活
上
で
の
必
要
な
情
報
を
整
理
し
、
計

画
し
、
処
理
し
て
い
く
と
い
う
一
連
の
作
業
が
困
難
に

な
る
「
遂
行
機
能
障
害
（
前
頭
葉
障

害
）
」
、
食
事
の
時
に
ス
プ
ー
ン
や
フ

ォ
ー
ク
を
ど
う
使
っ
て
食
べ
た
ら
い
い

か
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
な

ど
、
手
足
は
動
か
す
こ
と
が
出
来
る
の
に
意
図
し
た
動

作
や
指
示
さ
れ
た
動
作
を
行
う
こ
と
が
出
来
な
い
「
失

行
症
」
、
身
体
の
一
部
を
自
分
の
物
で
な
い
よ
う
に
思

っ
た
り
、
麻
痺
が
あ
る
の
を
認
め
な
い
「
半
側
身
体
失

認
」
、
よ
く
知
っ
て
い
る
場
所
で
道
が
分
か
ら
な
く
な

っ
た
り
迷
っ
て
し
ま
う
地
理
や
場
所
に
つ
い
て
の
障
害

で
あ
る
「
地
誌
的
障
害
」
、
目
に
見
え
て
い
る
の
色
や

物
の
形
、
物
の
用
途
や
名
称
が
分
か
ら
な
い
、
知
っ
て

い
る
人
の
顔
を
見
て
も
誰
だ
か
分
か
ら
な
い
な
ど
の
症
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状
を
示
す
「
失
認
症
」
な
ど
が
あ
る
。
（
同
書
の
資
料

「
高
次
脳
機
能
障
害
の
理
解
の
た
め
に
」
東
京
都
健
康

局
医
療
サ
ー
ビ
ス
部
医
療
サ
ー
ビ
ス
課
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
よ
り
）
こ
の
内
、
脳
血
管
障
害
で
は
六
割
以
上
が
失

語
症
で
、
頭
部
の
外
傷
で
は
失
語
症
は
一
割
に
留
ま

り
、
記
憶
障
害
が
六
割
を
占
め
る
。

純
粋
失
読
は
こ
の
失
語
症
の
内
、
純
粋
に
読
む
こ
と

だ
け
に
障
害
が
表
れ
る
も
の
を
言
い
、
既
に
一
八
九
二

年
に
フ
ラ
ン
ス
の
医
師
に
よ
っ
て
症
例
の
報
告
が
な
さ

れ
て
い
る
。
患
者
の
一
人
は
話
し
言
葉
の
障
害
は
な
い

が
読
み
書
き
が
出
来
な
く
な
っ
た
人
で
、
そ
の
患
者
は

一
般
に
言
語
野
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
領
域

や
ウ
ェ
ル
ニ
ッ
ケ
領
域
は
侵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
脳
の
左

半
球
に
あ
る
角
回
に
脳
梗
塞
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
こ

の
医
師
は
左
の
角
回
が
読
み
書
き
の
中
枢
で
は
な
い
か

と
考
え
た
。
そ
の
後
、
話
し
言
葉
に
も
異
常
が
な
く
、

文
字
を
書
く
こ
と
も
出
来
る
の
に
文
字
を
読
む
と
い
う

機
能
だ
け
が
損
な
わ
れ
た
患
者
を
解
剖
し
た
と
こ
ろ
、

左
後
頭
葉
の
視
覚
野
を
含
ん
だ
内
側
に
脳
梗
塞
が
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
医
師
は
純
粋
失
読
は
視
覚
情

報
を
受
け
取
る
後
頭
葉
の
視
角
野
と
角
回
を
結
ぶ
神
経

経
路
の
切
断
に
よ
っ
て
起
き
る
と
説
明
し
た
。
現
在
で

は
左
脳
の
後
頭
葉
か
ら
側
頭
葉
に
か
け
て
の
視
覚
に
関

す
る
領
域
が
脳
梗
塞
な
ど
で
壊
れ
て
し
ま
う
と
脳
の
右

半
球
だ
け
で
物
を
見
る
こ
と
に
な
り
、
右
半
球
で
見
た

視
覚
情
報
を
左
半
球
の
言
語
領
域
に
送
り
込
む
経
路
が

脳
出
血
に
よ
る
病
変
な
ど
で
途
絶
え
て
し
ま
い
、
視
覚

情
報
と
言
語
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
つ

ま
り
文
字
が
読
め
な
い
と
い
う
現
象
が
起
こ
る
と
説
明

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
純
粋
失
読
に
お
い
て
日
本
語
で
は
仮
名
と
漢
字

で
読
み
の
障
害
に
差
異
が
あ
り
、
脳
に
お
い
て
は
漢
字

の
読
み
取
り
方
と
平
仮
名
の
読
み
取
り
方
が
違
う
の
で

は
な
い
か
と
い
う
「
二
重
神
経
回
路
仮
説
」
と
い
う
説

を
と
な
え
て
い
る
学
者
も
い
る
。
こ
の
仮
説
は
「
読
む

た
め
に
は
、
ま
ず
文
字
を
見
る
。
文
字
を
脳
の
視
覚
領

域
で
と
ら
え
、
そ
れ
か
ら
文
字
の
音
の
特
徴
を
記
憶
し

て
い
る
聴
覚
領
域
が
関
わ
る
。
角
回
を
介
し
て
視
覚
か

ら
聴
覚
に
変
換
す
る
『
音
韻
読
み
』
の
過
程
と
並
行
し

て
意
味
理
解
が
先
行
す
る
『
意
味
読
み
』
の
過
程
が
存

在
し
、
意
味
読
み
の
過
程
は
左
側
の
側
頭
葉
後
下
部
の

領
域
を
介
し
て
営
ま
れ
て
い
る
と
い
う
仮
説
で
あ

る
。
」

し
か
し
最
近
で
は
、
こ
の
純
粋
失
読
は
「
文
字
の
視

覚
的
形
態
か
ら
音
韻
へ
の
変
換
の
障
害
」
で
は
な
く

「
視
覚
処
理
過
程
の
初
期
の
文
字
識
別
レ
ベ
ル
の
問
題
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で
あ
る
。
」
と
も
言
わ
れ
、
先
の
漢
字
と
仮
名
の
問
題

に
し
て
も
個
人
的
な
差
だ
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
純
粋

失
読
者
の
回
復
過
程
を
見
る
と
、
一
人
一
人
違
っ
て
い

て
、
非
常
に
個
人
差
が
あ
り
、
漢
字
の
覚
え
方
一
つ
に

し
て
も
個
々
人
の
脳
の
関
わ
っ
て
い
る
場
所
が
違
う
と

い
う
。
た
だ
純
粋
失
読
の
人
は
一
字
一
字
指
で
文
字
を

な
ぞ
る
「
な
ぞ
り
読
み
」
を
す
る
と
理
解
が
で
き
る
。

こ
れ
が
読
め
な
い
け
れ
ど
も
書
け
る
と
い
う
こ
と
と
繋

が
っ
て
い
て
、
書
く
こ
と
を
覚
え
る
と
き
に
は
、
書
く

た
め
の
手
の
動
き
や
書
く
と
き
の
運
動
の
記
憶
が
脳
の

中
に
形
成
さ
れ
る
。
従
っ
て
書
け
な
い
文
字
は
運
動
の

記
憶
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
な
ぞ
っ
て
も
読
め

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
本
の
は
じ
め
に
は
脳
内
出
血
の
た
め
に
純
粋
失

読
に
な
っ
た
人
の
五
年
間
の
記
録
が
載
っ
て
い
て
興
味

深
い
が
、
そ
の
人
が
発
病
三
年
目
に
視
覚
障
害
者
向
け

活
字
読
み
上
げ
ソ
フ
ト
を
使
う
と
い
う
く
だ
り
が
出
て

く
る
。
こ
れ
は
新
聞
記
事
な
ど
書
か
れ
た
物
を
ス
キ
ャ

ナ
ー
で
読
み
取
っ
て
、
必
要
な
部
分
を
範
囲
設
定
し
、

読
み
取
ら
せ
た
デ
ー
タ
を
パ
ソ
コ
ン
に
取
り
込
ん
で
、

音
声
で
出
力
す
る
と
い
う
も
の
で
、
固
有
名
詞
な
ど
必

ず
し
も
百
％
正
確
に
読
ん
で
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
文
字
か
ら
情
報
を
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
に
と

っ
て
は
、
大
き
な
福
音
に
な
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
人
の

場
合
に
は
記
憶
障
害
も
合
わ
せ
持
っ
て
い
て
聞
い
た
側

か
ら
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
、
何
度
も
繰
り
返
し
聞
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
だ
が
、
自
分
な
り
に
工
夫
し

て
、
長
そ
う
な
文
章
だ
と
、
当
た
り
を
つ
け
て
黒
丸
か

句
読
点
を
入
れ
て
切
っ
て
読
ま
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と

で
理
解
し
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
。

今
回
の
純
粋
失
読
に
関
す
る
本
を
読
ん
で
い
て
先
ず

思
っ
た
の
は
、
こ
の
連
載
で
も
何
度
か
取
り
あ
げ
た
こ

と
の
あ
る
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
（
読
み
書
き
障
害
）
と
い

う
障
害
も
純
粋
失
読
と
非
常
に
共
通
の
症
状
を
含
ん
で

い
て
、
や
は
り
以
前
ご
紹
介
し
た
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
・

デ
イ
ジ
ー
図
書
な
ど
が
有
効
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。
ま
た
読
む
事
に
関
し
て
す
べ
て
の
人
が
同
じ

よ
う
に
決
ま
っ
た
脳
の
部
分
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
人
に
よ
っ
て
様
々
な
読
み
方
を
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
当
然
触
読
に
よ
っ
て
文
字
を
読
む
視
覚
障

害
者
に
と
っ
て
も
同
様
で
、
こ
れ
も
前
に
紹
介
し
た
こ

と
の
あ
る
本
に
よ
る
と
、
点
字
を
読
ん
で
い
る
視
覚
障

害
者
の
大
脳
皮
質
を
局
所
的
に
刺
激
す
る
と
後
頭
葉
を

刺
激
し
た
場
合
が
他
の
部
分
を
刺
激
し
た
場
合
に
比
べ

て
点
字
読
み
の
正
確
さ
が
落
ち
た
と
い
う
実
験
か
ら
、

「
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
十
五
歳
ま
で
に
失
明
し
た
場
合
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に
認
め
ら
れ
、
比
較
的
長
い
臨
界
期
を
持
つ
こ
と
も
判

明
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
長
期
に
わ
た
る
視
覚

入
力
の
遮
断
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
視
覚
野
が
機
能
性
を

保
っ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
触
覚
弁
別
能
力
処
理
が
、

そ
の
本
来
の
入
力
を
う
け
る
領
域
以
外
の
と
こ
ろ
（
視

覚
野
）
で
処
理
さ
れ
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
」
「
脳

の
可
塑
性
と
進
化
」
『
認
知
科
学
の
新
展
開
一
認
知
発

達
と
進
化
』
頁
一
三
九
～
一
四
一

岩
波
書
店

二
〇

〇
一
所
収
）
と
い
う
。
つ
ま
り
触
読
で
あ
る
点
字
の
読

み
に
関
し
て
も
視
覚
野
が
読
み
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
書
け
る
け
れ
ど
も
読
め
な
い
と
い
う
部
分

で
は
、
本
書
の
次
の
よ
う
な
専
門
家
の
発
言
（
岩
田
誠

東
京
女
子
医
科
大
学
付
属
脳
神
経
セ
ン
タ
ー
所
長
）

が
非
常
に
興
味
深
い
。
「
キ
ー
ボ
ー
ド
の
位
置
は
覚

え
て
も
、
そ
れ
は
文
字
を
覚
え
る
の
に

は
役
に
立
た
な
い
。
文
字
を
書
く
際
の

運
動
と
い
う
の
は
、
人
間
の
感
覚
の
記

憶
、
運
動
の
記
憶
を
形
成
す
る
の
に
す

ご
く
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
手
の
運
動

と
い
う
の
は
大
事
な
記
憶
と
し
て
残
る
ん
で
す
。
た
と

え
ば
日
本
語
の
文
字
は
最
後
を
止
め
た
り
、
は
ね
た
り

微
妙
な
部
分
が
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
よ
ね
。
は
ね
る

べ
き
と
こ
ろ
を
は
ね
な
い
と
別
の
字
に
な
っ
た
り
。
そ

う
い
う
書
字
の
運
動
の
記
憶
の
形
成
は
、
一
つ
一
つ
は

小
さ
い
も
の
で
す
が
、
そ
の
人
の
人
生
に
と
っ
て
は
大

事
な
も
の
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。

視
覚
的
に
は
似
て
い
る
字
で
も
、
運
動
が
違
う
。
運

動
と
し
て
の
記
憶
が
あ
る
か
ら
、
た
と
え
ば
視
覚
と
し

て
文
字
を
識
別
で
き
な
く
な
っ
た
純
粋
失
読
症
者
も
、

先
ほ
ど
い
っ
た
よ
う
に
な
ぞ
り
読
み
を
す
る
と
そ
の
文

字
が
理
解
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
」
（
本
書
一
三
二
頁
）
こ
れ
も
、
以
前

拡
大
写
本
を
手
書
き
で
書
く
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
、

こ
の
連
載
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
数
年
前
に
国
語

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
か
ら
硬
筆
書
写
が
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
り
、
学
校
教
育
の
中
に
パ
ソ
コ
ン
が
導
入
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
、
文
字
を
手
で
書
く
と
い
う
こ
と
が
学

校
の
み
な
ら
ず
社
会
か
ら
ど
ん
ど
ん
追
い
や
ら
れ
て
い

る
。携

帯
電
話
の
よ
う
に
親
指
だ
け
が
文
字
を
生
産
す
る

と
い
う
よ
う
な
事
態
が
一
般
化
し
つ
つ
あ
り
、
文
字
を

身
体
の
動
き
と
し
て
記
憶
・
体
得
す
る
人
が
減
っ
て
く

る
危
険
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
時
、
も
し
か
す
る
と
言
葉
に
関
す
る
脳
の

中
の
仕
組
み
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
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私
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
、

漢
点
字
に
つ
い
て
（
前
半
）

平
瀬

徹

「
ち
ょ
っ
と
お
小
言
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
な
た
の

点
字
は
と
て
も
汚
く
て
読
み
に
く
い
で
す
ね
」
と
い
う

年
賀
状
を
、
毎
年
の
よ
う
に
盲
学
校
の
担
任
の
先
生
か

ら
頂
い
て
い
ま
し
た
。
今
考
え
る
と
、
そ
の
先
生
方
の

点
字
の
分
か
ち
書
き
が
本
当
に
正
し
か
っ
た
か
ど
う
か

…
。
小
学
部
の
先
生
は
点
字
を
教
え
な
い
と
い
け
な
い

の
で
点
字
の
読
み
書
き
が
で
き
て
当
然
だ
と
思
う
の
で

す
が
、
中
学
部
・
高
等
部
の
先
生
の
中
に
は
、
他
の
先

生
に
試
験
問
題
を
点
訳
し
て
も
ら
っ
た
り
、
全
盲
の
先

生
の
墨
字
の
問
題
を
作
る
代
わ
り
に
点
字
の
答
案
を
読

ん
で
も
ら
う
、
と
い
う
こ
と
が
日
常
茶
飯
事
だ
っ
た
よ

う
で
す
。

盲
教
育
が
そ
ん
な
状
況
な
の
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

方
々
の
ほ
う
が
き
れ
い
な
点
字
を
書
か
れ
ま
す
。
十
年

に
一
度
く
ら
い
の
割
合
で
、
国
語
審
議
会
の
答
申
に
合

わ
せ
て
点
字
表
記
が
改
訂
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
視
覚
障

害
者
は
無
関
心
な
人
が
多
く
、
最
初
に
覚
え
た
点
字
表

記
を
通
し
て
い
る
人
が
多
い
の
で
す
。
墨
字
で
も
、
き

れ
い
な
字
の
人
や
達
筆
す
ぎ
て
読
み
に
く
い
文
字
、
漢

字
が
多
い
人
、
カ
ナ
が
多
い
人
と
さ
ま
ざ
ま
な
の
で
、

点
字
に
も
い
ろ
い
ろ
な
表
記
が
あ
っ
て
当
然
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
…
。

そ
ん
な
私
が
点
字
が
好
き
に
な
り
、
点
字
表
記
に
も

拘
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
小
学
部

五
年
生
の
担
任
の
先
生
の
影
響
が
大
き
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
先
生
は
、
夏
休
み
に

本
を
一
冊
移
し
て
く
る
よ
う
に
と
い
う
宿
題

を
出
さ
れ
ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
お
か
げ
で

私
は
読
み
や
す
い
点
字
の
分
か
ち
書
き
が
腑
に
落
ち
た

と
感
じ
た
の
で
す
。
ど
う
力
を
入
れ
れ
ば
疲
れ
ず
に
点

字
を
長
時
間
打
ち
続
け
ら
れ
る
か
も
分
か
り
ま
し
た
。

そ
の
先
生
は
、
一
日
の
授
業
を
全
部
読
書
に
当
て
て
下

さ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
夢
中
に
な
っ
て
「
ハ
イ
ジ
」

や
「
あ
あ
無
情
」
を
一
日
で
読
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う

記
憶
も
あ
り
ま
す
。

中
学
生
に
な
っ
て
、
生
徒
会
活
動
で
予
算
書
や
決
算

書
な
ど
の
議
案
や
文
集
を
作
る
機
会
が
多
く
な
り
ま
し

た
。
当
時
は
パ
ソ
コ
ン
や
点
字
プ
リ
ン
タ
ー
は
な
か
っ

た
の
で
、
亜
鉛
の
板
を
二
枚
重
ね
て
専
用
の
製
版
機
で

点
字
を
打
ち
、
プ
レ
ス
し
て
資
料
を
作
っ
て
い
ま
し
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た
ら
「
地
元
に
住
ん
で
る
な
ら
出
て
こ
い
よ
」
と
言
わ

れ
、
そ
れ
か
ら
六
つ
星
会
の
活
動
に
参
加
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。

転
写
は
遠
方
の
人
に
も
頼
め
る
か
ら
、
お
前
は
校
正

を
や
れ
と
言
わ
れ
、
朝
か
ら
晩
ま
で
声
が
枯
れ
る
ま
で

読
み
合
わ
せ
を
し
ま
し
た
。

将
棋
検
定
の
問
題
の
校
正
を
し
て
い
て
間
違
い
を
見

落
と
し
て
し
ま
い
、
叱
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
は
い
え
、
大
切
な
試
験
の
お
手
伝
い

を
す
る
以
上
、
責
任
あ
る
活
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
二
人
で
読
み
合
わ
せ
す
る
だ
け
で
は
何
と
な
く
通

り
す
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
で
、
原
本
と
の
照
合

は
一
人
で
や
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
痛
感

し
ま
し
た
。

生
徒
会
活
動
で
点
字
製
版
の
ノ
ウ
ハ
ウ
も
あ
っ
た
の

で
、
手
書
き
の
も
の
を
製
版
し
て
多
部
数
作
る
お
手
伝

い
も
し
ま
し
た
。

六
つ
星
会
は
昭
和
二
十
年
代
か
ら
活
動
し
て
い
る
点

訳
サ
ー
ク
ル
で
す
が
、
手
書
き
の
点
本
を
名
古
屋
市
立

鶴
舞
中
央
図
書
館
点
字
文
庫
に
納
め
る
の
が
主
な
活
動

で
し
た
。
そ
こ
で
、
点
字
出
版
を
主
に
行
い
、
視
覚
障

害
者
に
直
接
点
訳
資
料
を
届
け
た
い
と
思
う
有
志
が
別

れ
て
発
足
し
た
の
が
大
樹
会
で
す
。

（
次
号
後
半
へ
）

た
。
先
輩
か
ら
、
分
か
ち
書
き
を
勉
強
す
る
た
め
に
点

字
表
記
法
を
買
っ
て
読
ん
だ
ほ
う
が
い
い
と
か
、
視
覚

障
害
者
関
連
の
ニ
ュ
ー
ス
を
知
る
た
め
に
、
点
字
毎
日

を
読
ん
だ
ほ
う
が
い
い
と
か
い
ろ
い
ろ
ア
ド
バ
イ
ス
を

受
け
、
実
行
に
移
し
ま
し
た
。
（
中
学
生
か
ら
点
字
毎

日
を
読
ん
で
い
る
人
っ
て
、
ど
れ
く
ら
い
い
る
の
か

な
！
）

そ
の
点
字
毎
日
に
、
「
名
古
屋
の
点
訳
サ
ー
ク
ル
六

つ
星
会
が
、
ポ
ー
ル
モ
ー
リ
ア
の
ピ
ア
ノ
楽
譜
を
点
訳

し
て
販
売
し
始
め
た
」
と
い
う
記
事
が
掲
載
さ
れ
ま
し

た
。
私
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
エ
レ
ク
ト
ー
ン
を

弾
く
こ
と
を
趣
味
に
し
て
い
ま
し
た
。
エ
レ

ク
ト
ー
ン
と
ピ
ア
ノ
は
違
う
け
れ
ど
、
点
字

楽
譜
を
販
売
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
に
興
味

を
持
ち
、
早
速
注
文
し
ま
し
た
。

点
字
楽
譜
と
と
も
に
、
「
手
書
き
の
点
訳
資
料
が
摩

耗
し
て
も
い
い
よ
う
に
、
ま
た
早
く
読
者
に
お
届
け
で

き
る
よ
う
に
、
転
写
し
て
下
さ
る
視
覚
障
害
者
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
お
便
り
が
入

っ
て
い
ま
し
た
。
点
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
あ
り

が
た
い
な
あ
と
思
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
ま
さ
か
お
手

伝
い
で
き
る
こ
と
が
あ
る
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た

の
で
、
早
速
問
い
合
わ
せ
を
し
て
み
ま
し
た
。
そ
う
し



－ ９ －

 

「
点
字
毎
日
」
掲
載
記
事
よ
り

左
は
、
「
点
字
毎
日
」
二
〇
〇
三
年
七
月
二
〇
日
号

に
掲
載
さ
れ
た
記
事
で
す
。
同
社
の
ご
厚
意
に
よ
っ
て

転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

《
本
文
は
、
投
書
へ
の
回
答
の
形
式
で
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
投
書
の
内
容
は
、
「
『
点
字
毎
日
』
を
漢
点

字
で
読
め
る
よ
う
希
望
し
て
い
る
が
、
未
だ
実
現
し
て

い
な
い
。
こ
の
四
月
か
ら
電
子
版
の
配
信
が
始
ま
っ
た

の
で
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
漢
点
字
版
の
配
信
も
期
待
し

た
が
、
裏
切
ら
れ
た
。
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
漢
点

字
に
関
す
る
要
望
で
す
の
で
、
本
会
と
も
関
わ
り
の
な

い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
、
こ
こ
に
転
載
致
し
ま

す
。
な
お
、
投
書
主
は
、
元
徳
島
県
立
盲
学
校
教
諭
・

米
原
清
司
氏
で
す
。
ま
た
本
会
に
お
い
て
も
、
『
点
字

毎
日
』
を
、
漢
点
字
の
電
子
版
で
配
信
さ
れ
る
こ
と
を

期
待
し
て
参
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
本
文
に
あ
り
ま

す
よ
う
に
、
経
済
的
な
障
害
を
ク
リ
ア
し
て
の
こ
と

で
、
本
会
が
提
唱
し
て
い
る
読
み
取
り
専
用
デ
ー
タ

「Ｅ
Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
」
や
、Ｋ

Ｇ
Ｓ

（
株
）
の
発
表
に

な
る
閲
覧
専
用
デ
ー
タ
「Ｂ

Ｍ
Ｔ

フ
ァ
イ
ル
」
が
、
技

術
的
に
そ
れ
を
ク
リ
ア
で
き
て
い
る
も
の
と
考
え
て
、

提
案
し
た
も
の
で
す
。
》

点
毎
か
ら

米
原
さ
ん
の
手
紙
と
と
も
に
、
署
名
捺
印
を
し
た
五

十
通
を
超
え
る
手
紙
が
同
封
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ

ぞ
れ
に
「
点
毎
の
漢
点
字
版
を
発
行
し
て
ほ
し
い
」

「
漢
字
か
な
交
じ
り
の
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
ほ
し
い
」

と
い
う
切
実
な
声
が
書
き
つ
づ
ら
れ
て
、
そ
の
思
い
が

伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
確
か
に
漢
字
は
日
本
文
化
の
中

で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
お
り
、
皆
さ
ま
の
ご
意
見
は

良
く
分
か
り
ま
す
。
教
育
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
は
じ

め
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
今
後
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る

こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
、
点
字
毎
日
は
民
間
の
新
聞
社
の
一
部
門
と
し

て
公
的
な
援
助
を
受
け
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
皆
さ

ま
の
購
読
料
や
様
々
な
印
刷
物
に
よ
る
収
益
で
運
営
し

て
お
り
ま
す
。
企
業
で
あ
る
以
上
、
点
字
毎
日
で
行
っ

て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
は
、
常
に
「
収
益
性
」
と
い

う
観
点
を
交
え
て
検
討
し
て
行
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま

す
。
情
報
提
供
を
し
な
が
ら
購
読
料
に
よ
っ
て
情
報
収

集
に
か
か
る
費
用
や
人
件
費
な
ど
経
費
を
ま
か
な
い
、



経
営
の
安
定
に
つ
な
げ
る
努
力
が
不
可
欠
と
な
り
ま

す
。
そ
れ
に
は
情
報
提
供
と
購
読
料
の
関
係
や
そ
れ
を

結
ぶ
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
問
題
、
必
要
な
人
員
と
設
備

と
い
っ
た
様
々
な
課
題
を
ク
リ
ア
ー
す
る
こ
と
が
重
要

と
な
り
ま
す
。
四
月
か
ら
開
始
し
た
デ
ー
タ
配
信
は
こ

う
し
た
購
読
シ
ス
テ
ム
を
含
め
た
形
で
運
用
が
可
能
と

な
っ
た
わ
け
で
す
。

不
況
下
で
民
間
、
公
的
機
関
を
問
わ
ず
「
収
支
の
見

通
し
と
バ
ラ
ン
ス
」
が
厳
し
く
問
わ
れ
る
時
代
と
い
う

こ
と
は
皆
さ
ま
も
ご
存
じ
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た

現
実
の
中
で
は
、
収
支
の
見
通
し
、
業
務
量
、
機
械
設

備
、
購
読
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
た
ト
ー
タ
ル
な
検
討
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
様
々
な
課
題
に
優
先
順
位
を
つ
け
な

が
ら
検
討
を
加
え
、
よ
り
良
い
情
報
を
提
供
し
た
い
と

考
え
ま
す
の
で
ご
理
解
下
さ
い
。
な
お
漢
字
か
な
交
じ

り
文
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
の
提
供
に
つ
き
ま
し
て
は
、

す
で
に
「
ア
ッ
ト
ニ
フ
テ
ィ
ー
」
の
会
員
の
方
向
け
に

提
供
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ
い
。
（
編
集
長
・

眞
野
哲
夫
）

【
こ
の
稿
は
、
日
本
漢
点
字
協
会
の
機
関
誌
『
新
星
通

信
』
（
二
〇
〇
三
年
八
月
発
行
予
定
）
に
寄
稿
し
た
も

の
で
す
。
同
協
会
の
ご
了
解
の
元
に
、
転
載
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
】

 
私
は
、
一
九
七
九
年
に
、
川
上
先
生
の
『
漢
点
字
解

説
』
を
終
了
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
初
め
て

漢
字
の
世
界
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
た
。

漢
点
字
の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、
そ
の
前
年
の
こ
と

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
漢
字
の
世
界
を
知
ら
ぬ
ま
ま
盲

学
校
を
出
て
、
か
な
り
の
年
月
を
過
ご
し
て
い
ま
し

た
。
現
在
で
も
ほ
と
ん
ど
の
視
覚
障
害
者
が
、
漢
字
を

知
ら
ぬ
ま
ま
、
仕
事
を
し
、
家
庭
を
営
ん
で
い
ま
す
。

漢点字と私
横浜漢点字羽化の会 岡田 健嗣

横
浜
で
、
漢
点
字
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
・
グ
ル
ー
プ
の
代
表

を
務
め
て
い
ま
す
岡
田
健
嗣

お

か

だ

た

け

し

と
申
し
ま
す
。

こ
の
度
、
「
新
星
通
信
」

の
サ
ロ
ン
の
欄
に
、
何
か
書

い
て
は
と
い
う
お
勧
め
を
給

り
ま
し
た
。

し
ば
し
お
付
き
合
い
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

（
一
）

私
の
漢
点
字
歴

－ １０ －
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ど
れ
だ
け
心
細
い
思
い
で
い
る
か
、
想
像
に
難
く
あ
り

ま
せ
ん
。

一
九
九
二
年
か
ら
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
お

願
い
し
て
、
漢
点
字
訳
書
の
製
作
を
始
め
ま
し
た
。

国
内
の
あ
ち
こ
ち
に
、
こ
の
よ
う
な
活
動
が
育
っ
て

行
け
ば
、
漢
点
字
の
資
料
が
増
え
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
存
在
も
知
ら
れ
て
行
く
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
そ

の
活
動
の
拠
点
も
、
現
在
は
横
浜
に
置
い
て
い
ま
す
。

本
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
員
は
、
皆
、
大
変
熱
意
を

持
っ
て
活
動
し
て
下
さ
い
ま
す
。
感
謝
に
堪
え
ま
せ

ん
。

（
二
）

私
に
と
っ
て
の
漢
点
字

私
や
漢
点
字
使
用
者
の
多
く
は
、
漢
字
を
学
べ
な
い

ま
ま
成
人
し
て
社
会
に
出
た
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ

と
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
か
、
現
在
の

我
が
国
で
は
、
ほ
と
ん
ど
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
問
い
を
発
し
た
と
し
て

も
、
そ
の
本
当
の
意
味
に
気
付
い
て
下
さ
る
方
は
、
極

め
て
希
で
す
。

し
か
し
、
故
・
川
上
泰
一
先
生
は
、
こ
の
漢
点
字

を
、
私
ど
も
に
残
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
先
生
の
こ
の

お
仕
事
は
、
何
に
も
替
え
難
い
も
の
で
す
。
私
ど
も
漢

点
字
の
恩
恵
を
享
受
し
て
い
る
者
は
、
こ
の
こ
と
を
よ

く
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ど
う
受
け
止
め
る
か
、
私
に
と
っ
て
の
漢
点
字
が
、

ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
少
し
振
り
返
っ
て
み
ま

す
。

（
三
）

漢
点
字
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

取
り
分
け
て
〈
漢
点
字
〉
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、

言
葉
の
習
得
に
は
、
そ
れ
な
り
の
メ
ソ
ッ
ド
が
必
要
で

す
。
残
念
な
が
ら
漢
点
字
に
つ
い
て
の
メ
ソ
ッ
ド
は
、

川
上
先
生
の
お
残
し
に
な
っ
た
、
『
漢
点
字
解
説
』
だ

け
で
す
。
よ
り
多
く
の
方
々
に
、
漢
点
字
を
我
が
も
の

と
し
て
い
た
だ
く
に
は
、
色
々
な
角
度
か
ら
、
そ
の
学

び
方
の
検
討
が
必
要
で
す
。
も
し
先
生
が
お
元
気
で
あ

っ
た
な
ら
、
色
々
な
工
夫
を
な
さ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。

私
に
と
っ
て
幸
い
だ
っ
た
こ
と
は
、
漢
点
字
訳
の
最

終
段
階
に
参
加
で
き
た
こ
と
で
し
た
。
当
初
か
ら
、

「
朝
日
歌
壇
・
俳
壇
」
の
漢
点
字
訳
に
取
り
組
ん
で
い

ま
し
た
。
そ
こ
に
難
読
語
を
見
付
け
て
は
、
注
を
付
け

た
の
で
し
た
。
そ
の
作
業
が
、
図
ら
ず
も
私
に
、
大
変
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有
効
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
日
本
語

の
リ
ズ
ム
、
日
本
語
の
呼
吸
が
、
定
型
詩
か
ら
散
文
へ

と
、
共
通
す
る
基
盤
の
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
、
徐
々
に
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
ん

な
風
に
し
て
、
私
は
、
否
が
応
で
も
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に

励
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
反
復

の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
経
て
初
め
て
獲
得
で
き
る
も
の
が

あ
っ
て
、
そ
れ
は
疎
か
に
で
き
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ

と
が
、
身
に
沁
み
た
の
で
し
た
。

ま
た
、
こ
の
作
業
の
副
産
物
と
し
て
、
難
読
語
の
資

料
も
沢
山
収
集
で
き
ま
し
た
。
現
在Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｄ
Ｉ
Ｃ

Ｗ

と
い
う
、
電
子
辞
典
に
結
実
し
て
い
ま
す
。

（
四
）

羽
化
の
会
の
活
動

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
は
、
漢
点
字
書
を
製
作
す
る

こ
と
を
中
心
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
漢
点
字
訳
に
は
、

本
会
開
発
の
、Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

と
い
う
漢
点
字
変
換
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
使
用
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
行
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
基
本
的
に
は
テ
キ
ス
ト
・
デ

ー
タ
を
、
漢
点
字
仮
名
交
り
の
電
子
デ
ー
タ
に
変
換
し

て
、
点
字
プ
リ
ン
タ
ー
に
送
出
す
る
も
の
で
す
が
、
レ

イ
ア
ウ
ト
の
調
整
を
目
的
に
し
た
編
集
機
能
が
充
実
し

て
来
た
た
め
、
エ
デ
ィ
タ
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
も
、
点
字
デ
ィ
ス
プ

レ
イ
を
モ
ニ
タ
ー
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
で
、
音
声
モ

ニ
タ
ー
と
相
互
に
確
認
し
な
が
ら
、
編
集
作
業
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
で
、
多
く
の
視

覚
障
害
者
が
、
漢
点
字
書
の
編
集
に
参
加
で
き
る
だ
け

で
な
く
、
当
初
の
目
的
と
は
反
対
の
、
漢
点
字
文
の
モ

ニ
タ
ー
を
見
な
が
ら
、
テ
キ
ス
ト
・
デ
ー
タ
を
作
成
で

き
る
と
い
う
、
大
変
有
効
な
機
能
も
獲
得
で
き
ま
し

た
。

（
五
）

Ｅ
Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル

本
会
か
ら
の
提
案

漢
点
字
は
本
来
触
読
用
の
漢
字
で
す
。
本
会
の
活
動

も
、
そ
れ
に
添
っ
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
来
ま
し

た
。と

こ
ろ
で
、
今
般
の
著
作
権
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、

点
字
の
文
書
に
、
ハ
ー
ド
・
コ
ピ
ー
ば
か
り
で
な
く
、

電
子
デ
ー
タ
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
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は
、
点
字
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
の
普
及
に
よ
っ
て
、
点
字
文

書
の
ペ
ー
パ
レ
ス
化
を
勘
案
し
た
も
の
と
解
さ
れ
ま

す
。
一
つ
の
方
向
と
し
て
は
大
変
結
構
な
こ
と
で
す

が
、
こ
れ
ま
で
残
念
な
が
ら
、
漢
点
字
に
は
そ
の
よ
う

な
電
子
デ
ー
タ
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。そ

こ
で
昨
夏
、
本
会
で
は
「Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
」
と

い
う
、
漢
点
字
の
電
子
デ
ー
タ
を
発
表
し
ま
し
た
。
こ

の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
リ
ー
ド
・
オ
ン
リ
ー
の
フ
ァ
イ
ル

で
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｒ
Ｗ

と
い
う
、
読
み
取
り
専
用
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
で
、
点
字
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
と
音
声
を
使
用
し

て
、
文
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
のＥ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
を
流
通
用
の
フ
ァ
イ
ル
と
す
れ

ば
、
漢
点
字
の
電
子
図
書
館
も
夢
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
雑
誌
の
類
な
ど
の
電
子
出
版
も
、
安
価
な
コ
ス
ト

と
量
的
な
制
限
の
緩
和
に
よ
っ
て
、
可
能
性
が
大
幅
に

増
し
ま
す
。
実
際
本
会
で
は
、
本
会
が
製
作
し
た
漢
点

字
書
は
、Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
で
提
供
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
、
読
書
用
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
・

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｒ
Ｗ

は
、
無
料
で
お
配
り
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
株
式
会
社Ｋ

Ｇ
Ｓ

社
様
の
ご
厚
意
で
、
こ

のＥ
Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
か
ら
、
同
社
の
点
字
モ
ニ
タ
ー
、

Ｂ
Ｍ
１
６
Ｓ
Ｅ

（
ブ
レ
イ
ル
メ
モ
）
とＢ

Ｎ
４
６
Ｘ

用

の
、
閲
覧
専
用
のＢ

Ｍ
Ｔ

フ
ァ
イ
ル
へ
の
変
換
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
閲
覧
専
用
のＢ

Ｍ
Ｔ

フ

ァ
イ
ル
を
送
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
機
種

を
、
漢
点
字
の
読
書
器
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
情
報
は
、
本
会
機
関
誌
『
う
か
』
に
、

随
時
掲
載
し
て
い
ま
す
。
活
字
版
、
テ
ー
プ
版
、
デ
ィ

ス
ク
版
（Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
）
の
用
意
が
あ
り
ま
す
。

購
読
は
無
料
で
す
。

（
六
）

点
字
毎
日
を
漢
点
字
で
！
！

以
上
の
よ
う
に
、
漢
点
字
の
電
子
デ
ー
タ
が
完
成
し

ま
す
と
、
よ
り
多
く
の
文
字
情
報
を
、
漢
点
字
で
読
み

た
い
、
と
い
う
欲
望
が
出
る
の
も
当
然
で
す
。

こ
の
四
月
か
ら
、
点
字
毎
日
で
は
、
同
誌
の
電
子
版

（
カ
ナ
点
字
）
を
発
刊
し
ま
し
た
。

上
記
の
よ
う
に
、
技
術
的
に
は
漢
点
字
で
も
同
様
の

サ
ー
ビ
ス
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を

現
実
に
す
る
に
は
、
多
く
の
障
害
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
の
予
想
さ
れ
る
困
難
を
克
服
す
る
に
は
、
漢
点
字
使

用
者
の
熱
意
を
凝
集
し
て
、
た
っ
て
の
希
望
と
し
て
、

同
社
に
届
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
私
に
は
、
決
し
て
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閉
ざ
さ
れ
た
道
で
は
な
い
と
信
じ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に

は
私
た
ち
に
課
さ
れ
る
最
低
条
件
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、Ｋ

Ｇ
Ｓ

（
株
）
製
の
電
子
読
書
器
、Ｂ

Ｍ
１

６
Ｓ
Ｅ

か
、Ｂ

Ｎ
４
６
Ｘ

を
お
手
元
に
置
い
て
い
た
だ

く
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
必
ず
点
字
毎
日
を
購
読
す
る

こ
と
で
す
。
公
的
な
文
書
が
漢
点
字
で
提
供
さ
れ
る
こ

と
が
実
現
す
れ
ば
、
今
後
の
漢
点
字
を
め
ぐ
る
環
境

は
、
大
き
く
変
わ
っ
て
来
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
の
三
月
に
、
機
関
誌
『
う
か
』
と
電
子
メ
ー
ル
で

呼
び
か
け
ま
し
た
が
、
残
念
な
が
ら
ご
く
僅
か
の
ご
賛

同
を
頂
戴
し
た
の
み
で
し
た
。
漢
点
字
使
用
者
の
熱
意

を
届
け
る
に
は
、
あ
ま
り
に
少
数
で
し
た
。

ま
た
こ
の
呼
び
か
け
に
呼
応
す
る
形
で
、
「
購
読
す

る
か
ど
う
か
は
個
人
に
任
せ
よ
う
、
署
名
・
捺
印
し
た

名
簿
を
同
社
に
送
り
付
け
て
、
漢
点
字
使
用
者
の
力
を

見
せ
よ
う
」
と
言
っ
て
い
る
人
が
現
れ
ま
し
た
。

私
は
、
単
に
実
力
行
使
で
勝
ち
取
る
と
い
う
考
え
方

を
採
り
た
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
購
読
す
る
と
い
う
こ

と
を
前
提
に
、
漢
点
字
で
書
か
れ
た
公
的
な
文
書
を
手

に
し
た
い
と
い
う
、
切
実
な
希
望
を
形
に
し
て
行
く
こ

と
が
、
最
も
大
切
な
こ
と
で
、
漢
点
字
を
読
ま
な
い
、

読
め
な
い
人
た
ち
の
声
ま
で
、
空
手
形
と
し
て
導
引
す

る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
暴
力
に
他
な
ら
な
い
と
考

え
る
か
ら
で
す
。

（
七
）

結
び

川
上
先
生
が
逝
か
れ
て
、
来
年
で
十
年
に
な
り
ま

す
。
こ
の
間
、
漢
点
字
を
め
ぐ
る
環
境
は
変
化
し
て
い

ま
す
。
決
し
て
楽
観
で
き
る
状
況
と
は
言
え
ま
せ
ん

が
、
問
題
点
を
整
理
し
て
見
る
こ
と
は
必
要
な
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ま
す
。
先
ず
は
、
好
転
し
て
来
た
こ
と

を
一
つ
挙
げ
て
見
ま
し
ょ
う
。

視
覚
障
害
者
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
用
す
る
こ
と

が
多
く
な
っ
て
、
バ
リ
ア
・
フ
リ
ー
に
さ
ら
さ
れ
る
機

会
が
増
え
た
。
こ
れ
は
、
一
見
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
読

み
書
き
の
幅
が
広
が
っ
た
の
で
、
漢
点
字
な
ど
必
要
な

く
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
事
象
で
す
。
し
か

し
実
際
は
、
漢
字
の
知
識
を
持
た
な
い
者
に
と
っ
て
、

自
力
で
漢
字
仮
名
交
じ
り
文
を
読
み
書
き
す
る
と
い
う

困
難
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
言
い

換
え
れ
ば
、
漢
字
の
知
識
へ
の
渇
望
は
強
ま
っ
て
来
て

い
る
、
そ
し
て
そ
れ
へ
の
ニ
ー
ズ
は
、
潜
在
的
に
は
、

よ
り
高
ま
っ
て
い
る
、
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
も
、
視
覚
障
害
者
が
漢
字
を
学
ぶ
た
め
に
は
、
触

読
で
き
る
漢
字
の
体
系
が
必
要
だ
、
そ
う
い
う
認
識

が
、
徐
々
に
浸
透
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
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次
に
、
よ
り
困
難
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
点
を

挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

漢
点
字
の
独
習
は
、
大
変
困
難
で
す
。
と
い
う
よ

り
、
文
字
の
独
習
は
、
大
変
困
難
な
も
の
で
す
。
従
っ

て
、
現
在
勉
強
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
を
、
ど
の
よ
う
に

サ
ポ
ー
ト
し
て
行
く
か
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
、
「
二
つ
の
点
字
の
漢
字
の
存
在
」
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
役
所
な
ど
に
行
っ
て
漢
点

字
の
お
話
を
し
ま
す
と
、
必
ず
こ
の
問
題
が
出
て
来
ま

す
。
そ
し
て
先
方
か
ら
、
「
こ
れ
は
当
事
者
の
皆
さ
ん

で
話
し
合
っ
て
解
決
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
で
す
。
そ
の
後
、
役
所
と
し
て
も
、
点
字
の
漢

字
を
ど
う
す
る
か
、
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
」
と

言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
実
に
見
事
な
ま
で
に
手
足
を

封
じ
ら
れ
た
形
で
す
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
漢
点
字
を
標
榜
し
な
が
ら
も
、

漢
点
字
を
読
み
書
き
し
な
い
人
た
ち
が
い
る
こ
と
で

す
。
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
が
な
ぜ
漢
点
字
を
唱
え
る
の

か
、
大
変
疑
問
で
は
あ
り
ま
す
が
、
読
み
も
書
き
も
で

き
な
い
人
が
漢
点
字
を
口
に
す
る
こ
と
は
、
漢
点
字
の

信
頼
に
関
わ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

以
上
の
問
題
は
二
つ
に
見
え
ま
す
が
、
根
は
一
つ
と

見
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
解
決
策
も
一
つ
、

私
た
ち
漢
点
字
使
用
者
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
支
援
し
て

下
さ
る
皆
さ
ん
が
、
日
常
的
に
漢
点
字
を
使
っ
て
、
漢

点
字
の
優
秀
性
を
訴
え
る
こ
と
で
す
。
日
常
的
に
使
用

し
て
い
る
、
そ
の
姿
を
見
て
も
ら
う
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
川
上
先
生
が
創
案
さ
れ
た
そ
の

目
的
で
あ
る
読
み
と
書
き
を
、
皆
さ
ん
と
と
も
に
実
践

す
る
こ
と
が
、
遠
回
り
の
よ
う
で
、
最
も
近
い
、
漢
点

字
普
及
の
道
と
考
え
ま
す
。

ご
報
告
と
ご
案
内

一

漢
点
字
講
習
会
に

つ
い
て

去
る
六
月
一
五
日
に
、
横
浜
市

の
ご
後
援
を
得
て
、
本
会
初
め
て

の
「
漢
点
字
講
習
会
」
を
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ

キ
ス
ト
を
使
っ
て
、
通
信
制
を
中

心
に
進
め
て
行
く
予
定
で
す
。

講習会の様子



テ
キ
ス
ト
の
概
要

テ
キ
ス
ト
は
、
以
下
の
よ
う
に
編
集
し
て
い
ま
す
。

（
１
）
初
級
編
と
中
級
編
に
分
け
て
提
供
し
ま
す
。
初

級
編
は
、
川
上
先
生
の
言
わ
れ
る
〈
基
本
文
字
〉
と
そ
れ

を
部
首
と
し
た
文
字
（
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
〈
複
合
文

字
〉
と
呼
び
ま
す
）
を
交
互
に
出
し
て
、
漢
字
の
構
成
と

漢
点
字
の
構
造
を
対
照
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。
な
お

〈
基
本
文
字
〉
と
は
、
六
書
で
言
う
「
象
形
文
字
」
と

「
指
事
文
字
」
に
当
た
る
文
字
で
、
こ
れ
一
つ
で
文
字
で

あ
っ
て
、
し
か
も
、
他
の
文
字
の
構
成
要
素
と
な
る
も
の

を
言
い
ま
す
。
漢
点
字
で
は
こ
の
中
に
、
「
会
意
文
字
」

と
「
形
声
文
字
」
の
一
部
も
含
ま
れ
ま
す
。
〈
複
合
文

字
〉
と
は
、
六
書
で
言
う
「
会
意
文
字
」
と
「
形
声
文

字
」
に
当
た
る
文
字
で
す
。
〈
基
本
文
字
〉
を
部
首
と
し

て
構
成
さ
れ
た
文
字
で
す
。

（
２
）
初
級
編
に
収
録
さ
れ
る
文
字
数
は
、
九
百
字
前

後
の
予
定
で
す
。
〈
基
本
文
字
〉
の
大
部
分
と
、
教
育
漢

字
の
大
部
分
を
含
み
ま
す
。
こ
こ
で
言
う
教
育
漢
字
と

は
、
手
元
の
資
料
（
昭
和
四
十
四
年
版
）
に
従
う
も
の

で
、
現
在
の
小
学
校
で
は
、
千
二
百
文
字
余
り
を
教
え
て

い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
の
で
、
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
文
字
の
数
と
し
て
は
、
常
用
漢
字
の
約

半
数
に
当
た
り
ま
す
の
で
、
一
つ
の
区
切
り
に
は
、
ち
ょ

う
ど
よ
い
数
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

中
級
編
で
は
、
初
級
編
に
収
録
で
き
な
か
っ
た
僅
か
の

〈
基
本
文
字
〉
の
後
、
残
り
の
〈
複
合
文
字
〉
を
、
音
読

み
の
五
十
音
の
順
に
掲
載
し
ま
す
。
「
形
声
文
字
」
が
、

漢
字
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
ま
す
の
で
、
中
級
編
で

は
、
こ
の
「
形
声
文
字
」
の
説
明
に
注
力
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

（
３
）
テ
キ
ス
ト
の
内
容
は
、
「
見
出
し
文
字
」
、

「
音
読
み
、
訓
読
み
」
、
「
そ
の
文
字
の
形
」
、
「
そ
の

文
字
の
表
す
意
味
」
、
「
漢
点
字
の
点
字
符
号
と
そ
の
構

成
」
、
「
そ
の
文
字
の
含
ま
れ
る
熟
語
」
の
順
に
掲
げ
ま

す
。二

十
字
前
後
ま
と
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
読
み
の
練

習
」
と
「
書
き
取
り
問
題
」
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
書

き
取
り
問
題
」
に
お
答
え
い
た
だ
い
て
、
次
の
ス
テ
ッ
プ

に
移
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
「
読
み
の
練
習
」
の
前
に
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
歌
の
歌
詞
が
入
っ
て
い
ま
す
の
で
、

お
楽
し
み
下
さ
い
。

一
回
分
は
八
十
字
前
後
の
予
定
で
、
そ
の
中
は
、
四
つ

な
い
し
五
つ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
最
後
に
、
そ
れ

－１６ －
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ま
で
出
て
来
た
文
字
が
、
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る

か
を
、
実
際
の
文
章
で
味
わ
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
短

い
文
章
を
掲
げ
ま
す
。

（
４
）
テ
キ
ス
ト
は
、
点
字
版
と
墨
字

版
を
用
意
し
ま
す
。
視
覚
障
害
者
の
皆
さ

ま
に
は
、
お
近
く
の
晴
眼
者
の
方
に
ご
相

談
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
学
習
で
き
る
よ

う
、
晴
眼
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
点
字
の
表

記
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
を
ご
確

認
い
た
だ
け
る
よ
う
、
同
じ
も
の
を
お
渡

し
し
ま
す
。

点
字
版
で
は
、
最
初
は
全
て
を
カ
ナ
点
字
で
表
記
し
、

徐
々
に
出
て
来
た
漢
点
字
を
使
用
す
る
よ
う
に
し
ま
し

た
。墨

字
版
で
は
、
最
初
は
全
て
を
墨
字
で
表
記
し
、
徐
々

に
出
て
来
た
漢
点
字
を
、
墨
点
符
号
で
表
す
よ
う
に
し
ま

し
た
。

講
習
の
方
法

講
習
は
、
通
信
を
中
心
に
行
っ
て
行
く
予
定
で
す
。
そ

し
て
、
隔
月
毎
に
も
、
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
行
う
予
定
で

す
。
受
講
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ス
に
従

 

っ
て
学
習
を
進
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま

す
。受

講
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご
質
問
・
ご
要
望
等
、
お
気

軽
に
、
ご
遠
慮
な
く
お
申
し
出
下
さ
い
。

現

況

来
る
九
月
十
五
日
（
月
、
敬
老
の
日
）
に
、
二
回
目
の

ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
行
い
ま
す
。
一
回
目
は
オ
リ
エ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
と
位
置
づ
け
ま
し
た
の
で
、
ス
ク
ー
リ
ン
グ
と
し

て
は
、
初
回
と
も
言
え
ま
す
。

受
講
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
「
習
う
よ
り
慣
れ
ろ
」
の
気

持
ち
が
最
も
大
切
、
川
上
先
生
の
言
わ
れ
た
「
忘
れ
て
覚

え
ろ
」
の
精
神
が
、
漢
点
字
習
得
の
早
道
、
急
が
ば
回
れ

で
や
っ
て
下
さ
い
、
と
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
。
ゆ
っ
く

り
、
ゆ
っ
く
り
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
、
確
実
に
ゴ
ー

ル
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

講
習
お
よ
び
オ
リ
ジ
ナ
ル
・
テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
反
響

そ
の
後
、
受
講
の
希
望
が
届
い
て
お
り
ま
す
。
特
に
、

地
方
の
方
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
通
信

講
座
へ
の
ご
参
加
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
開
始
時
、
終
了

時
は
、
受
講
者
の
皆
さ
ま
が
決
め
る
こ
と
で
、
ご
希
望
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は
、
何
時
で
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

テ
キ
ス
ト
に
対
す
る
関
心
も
、
多
方
面
か
ら
寄
せ

ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
漢
点
字
の
テ
キ
ス

ト
と
言
え
ば
、
川
上
先
生
の
お
残
し
に
な
っ
た
も
の

だ
け
で
し
た
が
、
今
後
は
、
多
く
の
方
面

で

、

試

行

錯

誤

さ

れ

る

必

要

が

あ

り

ま

す
。
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
主
教
材
と
副

教
材
く
ら
い
は
揃
え
て
、
お
子
さ
ま
に
も
馴
染
め
る

漢
点
字
で
あ
る
こ
と
を
、
実
践
し
た
い
も
の
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

テ
キ
ス
ト
の
音
訳

本
誌
の
読
者
の
お
一
人
か
ら
、
中
途
失
明
者
の
方

の
た
め
に
、
本
会
の
テ
キ
ス
ト
を
、
音
訳
し
て
欲
し

い
と
い
う
ご
希
望
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

早
速
本
誌
テ
ー
プ
版
を
製
作
し
て
下
さ
っ
て
い
る

皆
さ
ま
に
ご
相
談
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
大
変
厚
意

を
持
っ
て
受
け
止
め
て
下
さ
い
ま
し
た
。
皆
さ
ま
お

忙
し
い
中
、
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

墨
字
版

が
完
成
し
た
も
の
か
ら
、
ご
相

談

し

て

、

製

作

し

て

い

た

だ

く

予

定

で

す
。
テ
ー
プ

版
に
も
、
ご
希
望
を
お
寄
せ

下
さ
い
。

 

二

漢
点
字
用
の
点
字
器

現
在
手
に
入
る
、
漢
点
字
用
の

点
字
器
は
、
三
種
あ
り
ま
す
。

（
１
）
懐
中
定
規
：
日
本
ラ
イ

ト
ハ
ウ
ス
で
製
作
・
販
売
し
て
い

る
も
の
で
す
。
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク

製
、
四
行
書
き
、
一
行
・
三
二
マ

ス
。
価
格
は
、
三
〇
九
〇
円
で

す
。
お
問
い
合
わ
せ
は
、

社
会
福
祉
法
人
・
日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
視
覚
障
害
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

〒
五
三
八
‐
〇
〇
四
二

大
阪
市
鶴
見
区
今
津
中
二
‐
四
‐
三
七

℡
〇
六
‐
六
九
六
一
‐
五
五
二
一

（
２
）
点
字
板
：
仲
村
点
字
器

の

製
作

・

販
売

す

る
点
字

器
で

す
。
片
面
書
き
、
一
七
行
、
一
行

・
三
二
マ
ス
。

価
格
は
、
一
八
、
〇
〇
〇
円
で

す
。
お
問
い
合
わ
せ
は
、

株
式
会
社
・
仲
村
点
字
器
製
作
所

懐中定規点字版
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〒
一
六
五
‐
〇
〇
三
二

東
京
都
中
野
区
鷺
宮
一
‐
一
四
‐
三

℡
〇
三
‐
三
三
三
八
‐
一
三
八
四

（
３
）
テ
ラ
タ
イ
プ
：
野
視
障

機
器
の
製
作
・
販
売
す
る
ブ
レ
イ

ラ
ー
で
す
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
、
形

態
に
便
利
な
点
字
タ
イ
プ
ラ
イ
タ

ー
で
す
。
漢
点
字
を
打
ち
出
す
と

き
は
、
始
点
・
終
点
を
左
右
の
親

指
、
一
・
二
・
三
の
点
を
、
左
手

の
人
差
し
指
・
中
指
・
薬
指
、
四

・
五
・
六
の
点
を
、
右
手
の
人
差

し
指
・
中
指
・
薬
指
に
当
て
て
、

キ
ー
を
同
時
に
打
ち
込
み
ま
す
。

両
面
書
き
、
片
面
一
三
行
、
一
行
・
三
二
マ
ス
。

価
格
は
、
六
九
、
九
〇
〇
円
で
す
。
視
覚
障
害
者
の
日
常

生
活
用
具
の
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。
お
問
い
合
わ
せ
は
、

有
限
会
社
・
長
野
視
障
機
器

〒
三
八
〇
‐
〇
八
〇
三

長
野
県
長
野
市
三
輪
六
‐
九
‐
一
七

℡
〇
二
六
‐
二
三
四
‐
五
三
四
九

三

点
字
毎
日
の
見
解
に
つ
い
て

テラタイプ

本
誌
に
も
転
載
致
し
ま
し
た
よ
う
に
、
毎
日
新
聞
社
の

発
行
に
な
る
点
字
毎
日
で
は
、
漢
点
字
使
用
者
か
ら
の
、

同
誌
の
漢
点
字
の
電
子
デ
ー
タ
の
配
信
の
要
望
に
対
し

て
、
七
月
二
〇
日
号
に
、
ご
覧
の
よ
う
な
否
定
的
な
回
答

を
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
事
態
は
大
変
〝
遺
憾
〟

と
申
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

本
会
で
は
、
本
誌
で
も
ご
報
告
し
て
参
り
ま
し
た
よ
う

に
、
漢
点
字
の
電
子
デ
ー
タ
・Ｅ

Ｉ
Ｂ

フ
ァ
イ
ル
を
昨
夏

発
表
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
著
作
権
法
の
改
定
に
よ
っ

て
、
点
字
の
情
報
の
範
囲
が
、
電
子
デ
ー
タ
に
ま
で
拡
張

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
の
こ
と
で
す
。
漢
点
字

の
電
子
化
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
情
報
が
、

漢
点
字
で
、
視
覚
障
害
者
の
手
元
に
お
届
け
で

き
れ
ば
、
一
般
の
社
会
で
、
同
じ
フ
ィ
ー
ル
ド

で
、
仕
事
を
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
皆
さ
ま
に
と

っ
て
、
大
き
な
力
に
な
る
に
違
い
な
い
と
考
え
て
の
開
発

で
し
た
。

こ
の
延
長
線
上
に
、
今
回
の
点
字
毎
日
へ
の
要
望
を
位

置
づ
け
て
、
同
誌
の
漢
点
字
の
電
子
版
の
配
信
を
要
望
す

る
こ
と
を
、
こ
の
三
月
に
提
案
し
ま
し
た
。Ｋ

Ｇ
Ｓ

（
株
）
の
ご
協
力
を
得
て
、
技
術
的
な
困
難
も
ほ
ぼ
克
服

で
き
ま
し
た
の
で
、
漢
点
字
使
用
者
の
皆
さ
ま
の
ご
賛
同

を
い
た
だ
け
れ
ば
、
決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え
て

 



－ ２０ －

お
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
記
事
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
本
会
の

提
案
へ
の
ご
理
解
に
至
ら
ぬ
ま
ま
、
〝
署
名
〟
を
以
て
、

要
望
を
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
点
字
毎
日
編

集
部
に
対
し
て
、
早
急
の
回
答
を
求
め
た
こ
と
に
な
り
、

し
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
回
答
が
返
さ
れ
る
の
も
必
定

で
、
本
会
が
提
出
し
た
技
術
的
・
経
済
的
な
コ
ス
ト
管
理

に
基
づ
く
要
望
で
な
か
っ
た
こ
と
が
、
公
の
回
答
を
引
き

出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
、
誠
に
皮
肉
な
結
果
と
な
っ
た

次
第
と
理
解
さ
れ
ま
す
。

本
会
と
致
し
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
公
の
文

書
に
漢
点
字
が
採
用
さ
れ
る
と
い
う
チ
ャ
ン
ス
は
遠
退
い

て
し
ま
っ
た
と
は
言
え
、
数
年
先
を
視
野
に
入
れ
な
が

ら
、
同
様
の
機
会
の
到
来
に
備
え
て
行
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。

漢
点
字
使
用
者
の
皆
さ
ま
、
並
び
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
お

よ
び
ご
支
援
の
皆
さ
ま
、
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

四

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
コ
ン
セ
プ
ト
と

漢
点
字
直
接
入
力
に
つ
い
て

こ
の
ほ
ど
、
日
本
漢
点
字
協
会
を
は
じ
め
、
多
く
の
漢

点
字
使
用
者
・
漢
点
字
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ま
か

ら
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

に
、
漢
点
字
直
接
入
力
の
ご
要
望
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

Ｅ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

は
、
元
来
、
テ
キ
ス
ト
・
デ
ー
タ
を
漢

点
字
デ
ー
タ
に
変
換
す
る
た
め
に
開
発
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ

ム
で
す
。
そ
こ
に
は
、
テ
キ
ス
ト
・
デ
ー
タ
の
作
成
に
関

す
る
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
存
在
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ

は
、
一
般
の
ワ
ー
プ
ロ
・
ソ
フ
ト
で
作
成
す
る
こ
と
を
前

提
に
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

の
機
能
の
拡
充
に
よ
っ

て
、Ｅ

Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ｋ
Ｗ

自
身
が
エ
デ
ィ
タ
と
し
て
の
機
能
を

獲
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
漢
点
字

使
用
者
の
皆
さ
ま
か
ら
、
入
力
に
対
す
る
要
望
が
、
浮
上

し
て
来
た
と
い
う
の
が
、
今
般
の
状
況
で
す
。

か
な
り
の
困
難
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
本
会
と
致
し
ま

し
て
は
、
決
し
て
拒
絶
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

が
、
そ
れ
が
実
現
で
き
る
も
の
か
、
現
状
で
は
何
も
申
せ

ま
せ
ん
。
皆
さ
ま
の
暖
か
い
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
れ
れ

ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

ご
意
見
・
ご
感
想
は
、
左
記
の
と
こ
ろ
へ

E
-
M
A
I
L

：e
i
b
_
o
k
a
d
a
@
y
b
b
.
n
e
.
j
p

横
浜
漢
点
字
羽
化
の
会
、U

R
L

：

h
t
t
p
:
/
/
u
k
a
n
o
k
a
i
.
w
e
b
.
i
n
f
o
s
e
e
k
.
c
o
.
j
p
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ニ

ス

ヲ

早

發
二

白

帝

城
一

李
白

り

は

く

ニ

ス

ノ

朝

辭

白

帝

彩

雲

閒

ノ

ニ
シ
テ

ル

千

里

江

陵

一

日

還

ノ

イ
テ

ル
ニ

マ

兩

岸

猿

聲

啼

不
レ

住

ニ

グ

ノ

輕

舟

已

過

萬

重

山

早
に
白
帝
城
発
す

つ

と

は

く

て

い

じ

ょ

う

は

っ

朝
に
辞
す
白
帝
彩
雲
の
間

あ
し
た

じ

は

く

て

い

さ

い

う

ん

か

ん

千
里
の
江
陵
一
日
に
し
て
還
る

せ

ん

り

こ
う
り
ょ
う

い

ち

じ

つ

か

え

両
岸
の
猿
声
啼
い
て
住
ま
ざ
る
に

え

ん

せ

い

な

や

軽
舟
已
に
過
ぐ
万
重
の
山

け

い

し

ゅ

う

す

で

す

ば
ん
ち
ょ
う

朝
早
く
、
朝
焼
け
雲
の
た
な
び
く
お
り
、
白
帝
城
に
別
れ

を
つ
げ
、
千
里
も
あ
る
江
陵
ま
で
わ
ず
か
一
日
で
帰
っ
て
き

た
。
（
途
中
）
両
岸
の
猿
の
声
が
し
き
り
に
聞
こ
え
て
き
た

か
と
思
う
う
ち
に
、
舟
足
の
軽
や
か
な
小
舟
は
た
ち
ま
ち
幾

重
に
も
重
な
る
山
々
の
間
を
通
り
過
ぎ
て
い
た
。

リ

ス

ニ

獨

坐
二

敬

亭

山
一

李
白

り

は

く

ク

ビ
テ

キ

衆

鳥

高

飛

盡

リ

ツ
テ

ナ
リ

孤

雲

獨

去

閑

テ

ツ
ナ
ガ
ラ

ル
ハ

カ

相

看

兩

不
レ

厭

ル
ノ
ミ

只

有
二

敬

亭

山
一

独
り
敬
亭
山
に
坐
す

け

い

て

い

ざ

ん

ざ

衆
鳥
高
く
飛
び
て
尽
き

し
ゅ
う
ち
ょ
う

孤
雲
独
り
去
っ
て
閑
な
り

こ

う

ん

か

ん

相
看
て
両
つ
な
が
ら
厭
か
ざ
る
は

あ

い

み

ふ

た

あ

只
敬
亭
山
有
る
の
み

け

い

て

い

ざ

ん

た
く
さ
ん
の
鳥
は
空
高
く
飛
び
去
っ
て
い
な
く
な
り
、
ぽ

つ
ん
と
浮
か
ん
で
い
た
ち
ぎ
れ
雲
も
ど
こ
か
へ
い
っ
て
、
あ

た
り
は
の
ん
び
り
と
静
か
で
あ
る
。
（
そ
の
中
で
）
た
が
い

に
見
つ
め
合
っ
た
ま
ま
ど
ち
ら
も
相
手
に
飽
き
な
い
も
の

は
、
た
だ
敬
亭
山
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

※

遠
藤
哲
夫
『
語
法
詳
解

漢
文
』
（
旺
文
社
）
、『
要
説

漢
詩
』

（
日
栄
社
）
を
参
照
し
ま
し
た
。
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早ニ白帝城ヲ發ス

朝 ニ 辭 ス 白 帝 彩 雲 ノ 閒

千 里 ノ 江 陵 一 日 ニシテ 還 ル

兩 岸 ノ 猿 聲 啼 イテ 不 ル

ニ 住 マ

輕 舟 已 ニ 過 グ 萬 重 ノ

山
＊「閒 」は、JIS第１・第２水準外の漢字です。

獨リ敬亭山ニ坐ス

衆 鳥 高 ク 飛 ビ テ 盡 キ

孤 雲 獨 リ 去 ツテ 閑 ナリ

相 看 テ 兩 ツナガ ラ 不 ル

ハ 厭 カ

只 有 ルノミ 敬 亭 山



－ ２３ －

おもむろに 磯 におちたる 浪 の 音

ゆふ 凪 ぎ 海 の 汐 のふくらみ
な

中 村 憲 吉

夏休みには海へ行く人も多いことでしょう。
日中あれ程にぎやかだった海も、夕ぐれ近くなると俄に浪の音に気

付きます。
おもむろにとは、ゆっくり静かに、そろそろ、ゆるやかに等という

意味です。
おもむろに磯におちたる浪とはどんな浪でしょう。沖からゆったり

寄せてきて、ゆるやかな浪頭となって磯に落ちるのです。その音を
ききながら作者は夕凪ぎの海の汐がふくらむのを感じています。
豊な海の夕凪の香のするような一首です。

切 実 に 死 後 のことな ど 思 ひし が

ひも じ かりせ ば 鍋 に 物 煮 る

左 本 道 子

ひもじとは空腹であるという意味です。
作者は切実に死について、死後について思っていたのです、いた筈

でした。「ことなど」という表現も含めて何か少し投げやりな感じ
がしますが、それが作者の若さをも感じさせます。若い頃は真剣に
生や死について考えるものなのです。けれども生きているという
事実、お腹も空くのです。そう気付くのです。結句「鍋に物煮る」
という書き方、ポンと事実だけを投げ出すように書いた作者の心の
動きがよく出ています。
初句「切実に」と詠みはじめているだけに余計に際立ちます。

 

編集後記 《表紙絵 岡 稲子》
．．．．

小池上惇先生の『東洋医学について』が本号で最終回となります。
今、若い女性の間で東洋医学が注目されています。女性誌に特集が組まれ
るほどです。本誌を見て「興味がある」との声が多く聞かれました。
又の機会がありましたら是非、若い世代の購読者増加の為にも連載をお

願いしたいと思います。
ありがとうございました。

次回の発行は10月15日です。 宇田川 幸子

※本誌（活字版・テープ版・ディスク版）の無断転載はかたくお断りします。
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漢点字 講習用 テキスト

初 級 編 第一回（全十回）

横浜漢点字羽化の会 ２００３年６月１５日

第 一 回

２ 基本文字 （２）

第一基本文字 （１）

〈第一基本文字〉とは、一マスの漢点字です。〈一マス漢点

字〉とも呼ばれます。

この点字符号をカナ点字で読んだときの５０音順にご紹介し

ます。

まずは、漢点字の基本的なパターン「 」から。

（１） 目 モク め

漢点字の基本的な形です。墨字は、目の形に由来しています。

部首となって、目に関すること、見ることを表す文字の要素に

なります。

「 前」「注 」「 覚まし時計」

（２） 糸 シ いと

細い「いと」の形に由来した文字です。紡績、織物、縫製な

ど、いとに関わる幅広い意味を持っています。部首の「いと偏」

として、多くの文字の要素となります。

「絹 （きぬいと・けんし）」「 口」「 乱れず」

 



－ Ⅱ－

（３） 系 ケイ つな‐ぐ つな‐がる

墨字では、「糸 」の上に小さなノの字が付いた形です。つなぐ・

つながるの読みと意味があります。漢点字では、〈第二糸偏〉とし

て、二つ目の糸偏に用いられます。糸偏の文字が沢山あるからです。

「 統」「 図」「 列会社」

（４） 比 ヒ くら‐べる

墨字では、人が二人並んだ形で、カタカナのヒを横に並べた形で

す。ひかくする・くらべるの意味があります。漢点字では、後で出

て来る、〈比較・文字〉の符号「 」として用いられます。

「 較」「対 」「背 べ」

（５） 数 スウ かず かぞ‐える

数を数える、沢山の数の意味があります。漢点字では、漢数符

「 」として用いられます。

「 学」「算 」「 え歌」

（６） 家 カ ケ いえ や

屋根のある「いえ」です。漢点字では〈ウ冠〉として、建物に関

係する意味を表します。

「 屋」「 族」「 主」

（７） 宿 シュク やど やど‐る

人が寝起きする建物です。漢点字では〈ウ冠、ワ冠〉として用い

られます。

 

 



－ Ⅲ －

 

「 泊」「 舎」「下 」「 屋」

（８） 学 ガク まな‐ぶ

屋根の下で、子供が勉強している形です。漢点字では〈ツ冠、ナ

ベブタ〉や他の冠として用いられます。

「 校」「 問」「科 」「 舎」

（９） 言 ゲン ゴン い‐う こと

口を開いてものを言う形を表しています。部首では、〈言偏〉に

なって、言葉に関する意味を表します。

「 明」「発 」「 葉」「 い訳」

（１０） 語 ゴ かた‐る

墨字では「言偏」に「吾」の形です。言葉を発して話をすること

を表しています。漢点字では、〈第二言偏〉として、二つ目の言偏

に用いられます。

「 」「日本 」「英 」「物 」

（１１） 頁 ケツ ページ

大きな頭を表しています。部首としては〈おおがい〉になります。

（１２） 貝 バイ かい

海の生物のカイです。古く中国で、貨幣に子安貝の貝殻が使われ

ていたことから、財産や交易に関わる文字に、〈貝偏〉として用い

られます。



－ Ⅳ －

カイの名前の字には〈虫偏〉が多く用いられます。

「 殻」「巻き 」「 枚 」「子安 」

近似文字 （１）

（１） 真 シン ま まこと

「目 」の〈近似文字〉です。まこと、本当の、実際のの意味

があります。

「 実」「写 」「 っ直ぐ」「 っ青な空」

（２） 面 メン おも も おもて つら

む‐ける

「目 」の〈近似文字〉です。カオ、あるいはカオに付けるメ

ンです。また、カオを向ける、おもて、広く平らなものの意味が

あります。

「表 」「 積」「水 」「 変わり」

（３） 云 ウン い‐う

「言 」の近似文字です。蒸気が立ちこめている状態を象った

文字です。多くの文字に、部首として含まれます。

「 」

（４） 首 シュ くび かしら

「頁 」の〈近似文字〉です。アタマの形を象った字です。人

のクビ、人の上に乗ったもの、人を束ねる人などの意味がありま

す。

 



－ Ⅴ －

 
 

「 相」「元 」「 筋」「 っ玉」

（５） 具 グ つぶさ そな‐える

「貝 」の〈近似文字〉です。何かをしたり作ったりするときに

使うもの、何かのために、こまごまと用意するものの意味があり

ます。

「 」「道 」「 体」「 合」

読みの練習（２）

（１） これに着 してください。

（２） 標は 店です。

（３） トラは食肉 ネコ科です。

（４） 金に はつけない。

（５） 巻きの形が 偏になりました。

（６） 母 社会の動物は？

（７） 我が の を調べる

（８） 喩がとてもうまい人がいる。

（９） では正 例というよ。

（１０） 小 と分 はどう違う？

（１１） まりつきをしながら え歌を歌ったものです。

（１２） 名所旧跡 あれど…。

（１３） が ぱいで狭い。

（１４） 書の大 が いました。



－Ⅵ －

（１５） あの方は良 の出です。

（１６） 自然の風を取り入れた こそ理想です。

（１７） 題早くやりなさい。

（１８） 品川の に泊まる。

（１９） 夜になると葉に露が る。

（２０） 芸会は小 校でしていました。

（２１） 私は多くのことを びました。

（２２） は難しい。

（２３） 道断ですよ。

（２４） 大きな声で います。

（２５） 昔、 霊信仰があった。

（２６） 気荒く話す。

（２７） 単 をつなげて文章にする。

（２８） その地方には り部がいた。

（２９） 書物の を と います。

（３０） 塚を掘って昔の生活を知る。

（３１） 殻を、ばいかくと読む。

（３２） あの人こそ の 者だ。

（３３） 相は分からない。

（３４） 紙を 角に切る。

（３５） その話は嘘か か？

（３６） 初めて対 した親子。

（３７） 立ちが似ているね。

（３８） の皮が厚い。

（３９） 尾良くいった。

 

 



－Ⅶ －

 
 

（４０） 席で卒業した。

（４１） 筋が美しい。

（４２） ここは実験器 が多い。

（４３） 装身 とはアクセサリーのことですね。

（４４） わけを に説明しなさい。

書き取り問題 （２）

（１） わたしのしわざです、めんぼくありません。

（２） ほんのもくじをつけましょう。

（３） かもくは、いくつ、しゅうりょうしましたか。

（４） かわべで、つりいとをたれる。

（５） きんし・ぎんしのおびはよそゆきです。

（６） わたしは、ぶんがくけいのにんげんです。

（７） ぼうけいだから、このかいしゃではしゅっせするかどうか…。

（８） かれは、ひるいなきひとだ。

（９） やまのたかさをくらべてみよう。

（１０） なわとびのかいすうをつけましょう。

（１１） わたしが、かずをかぞえる。

（１２） これをおえるのには、すうねんかかります。

（１３） ねずみのいっかは、やねうらべやにすんでいました。

（１４） りょうけをだいひょうしてはなす。

（１５） いえに、はやくかえりたい。

（１６） いぜんのながやには、おおやさんがいた。

（１７） とうかいどうのしゅくばは、いくつあるの？

 

 



－ Ⅷ －

（１８） きょうはこのやどにしよう。

（１９） うつくしいほしがやどる。

（２０） このがくせいは、てんもんがくをならった。

（２１） こうがくしんにもえて、まなんでいる。

（２２） よげんしゃがあらわれた。

（２３） たごんは、むようですぞ。

（２４） いうはやすいがおこなうは…。

（２５） ちちおやにことづけをよろしく。

（２６） いまは、がいらいごがおおすぎる。

（２７） とうとうと、かたってきかす。

（２８） けつがんをページがんともいうそうです。

（２９） やまぶしがほらがいをふく。

（３０） らでんは、かいをちりばめたものです。

（３１） びょうしゃが、しんにせまっている。

（３２） まごころこめてかんびょうする。

（３３） きみには、まことにかんしんしました。

（３４） しらすで、おもてをあげる。

（３５） おもざしはそふそっくりです。

（３６） せいふしゅのうが、ここにくるのだ。

（３７） かんじのぶしゅは、やまほどある。

（３８） くびをあらってでなおしたまえ。

（３９） それはようぐばこにしまうものだ。

（４０） さあ、つぶさにはなしましょう。

 

 

 

 


